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エ ネル ギ ー投入量 とと も に環境 へ の 負荷が 大 き い 近年の 稲作 に対 して

， 低投入 ・省資源，そ して 環境

保全型 の 新 し い 技術が 求め られ各地 で 様々 な コニ夫 がな され て い る．それ ら の な か で 疎植 追肥重点型 の稲

作 は ， 不十分 なが ら上 記の ニ ーズ に応 え る第一一
段階の 技術 と して 検討に 値す る． こ れ ま で の 報告に よれ

ば こ の 稲作で は 登 熟期 の 乾物生産 量 が 多い こ と が特徴で ， 光合成能力 の 高 い 上 位葉の 面積の 増大 に よ る

と され て い る L2，．前報で は ， こ の 特性 を発 揮 す るた め に は葉面 当りの 受光率 を高め る こ と が 重 要で 細植

え に よ る栽植密度の 低下が 要件せ あ る こ とを示 した
3｝．1993年 は た また ま近 年稀 に み る ， 冷夏 に見舞わ れ

た．本報は細植え で 追肥 重点栽培イ ネ の 高い 乾物生 産量 が
， 冷夏 条件下で 登熟 に 充分貢献で きた か 否か

に つ い て 検討 を試みた もの で ある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　材料お よび方法

　本実験 は供試品種 と して コ シ ヒ カ リを用 い ，付属農場 の 水 田で 行 っ た，1993年 4 月 5 日 ， 育苗箱当 り

催芽籾 を 1009 播種 し ， 5 月 9 日本田 に 移植した．栽植 密度 は株当

り個体数 を変 え ， 細植 え区 と太植え 区を
，

ま た 窒素施肥 は 硫安を

基肥 とし て 施与す る基肥 区 と， 無基肥で 最高分 げ つ 期 に施与す る

追肥区 を設 け ， 両区 と も幼穂形成期 に NK 化 成 を施与 し た （第 1

表）． リ ン酸 ・カ リは ， 移植前 に 各 89m −2

施用 した ．生育調査 を

Table　 l，　Design　of　experiments
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Fig，1．　Classlfication　of　develop・

　　　 mental 　 grades 　 of

　　　unripened 　grains　 of 　spe ・

　　　cific　gravity　below　 Z．06．

　　　（a）non −fertilized　gra）ns ．

　　　（b）incomplete　grains　of

　　　　specific　 gravlty　 below
　 　 　 　 O。84．

　　　（c）lncomplete 　grains　of

　　　　specific 　gravity　above
　 　 　 　 O．84．
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行 う と とも に収量を解析 し ， と くに 不登 熟籾 の 子 房の 発 育程度 （第 1 図） を分級 し調査 した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 結果および考察

1 ．生育概況

　1993年 は全 国的 に 稲作 に と っ て極 め て不良 な天候 で あ っ た．移植後 ， 最高お よび最低気温 は低 く推移

し活着が 遅れ ， 初期 生育 もや や 遅れ る傾向が み られ た． と くに 最高気温は 7月 か ら 8 月に か け低 い 日が

続 き ， 日射量 も少 な か っ た （第 2図 ）た め 生 育が全 般 的 に 遅延 し，やや徒長 ， 軟弱 な傾 向が み られ た．

そ し て 出穂期 も平 年に比 べ ，約 1週間遅れ た．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ の よ うな犬候の 下で 各試験区の SPAD 値はやや高め に推
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Fig．2．　Mateorological 　conditions

　　　 duhng 　experiment 　incompar ト

　 　 　 son 　with 　those 　of　the　average

　 　 　 yea 「・

　　　 Closed　parts　show 　to　be　infe−

　 　 　 rior　to　the　average 　year．
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Fig．3．　Changes　 in　the　SPAD 　value 　as

　　　 affected 　by　cultural 　conditions ．

　　　 Symbols　are 　the　same 　as 　those　in

　 　 　 Table 　 1．

移 し た が
， 施肥 の 効果 は明 ら か に 認め られ た （第 3図）．基肥

区で は活着後高い 値 を示 し ， 幼穂形成期 に か け て漸次低下 し

た が ，追肥 に よ り増大 し ， 登熟後期 に は再び低下 した．一方 ，

追肥区で は生育 中期 まで 比較的低 く保 たれ た．SPAD 値は幼

穂形成期 の 追肥 に よ っ て 明 ら か に 高 くな り出穂後 ま で 維持

された．また ， 同 じ施肥条件で は細植え の方が太植えよ りSPAD

値 は 常 に 大 で あ っ た ．茎数 は太植 え区で は ， 移植後 25目 目か

ら急増 し ， 40日目に はほ ぼ最大 に 達 し た （第 4 図）．細植 え で

も同様 の 傾向が み ら れた が ， 茎数 の 増加速度 は若干劣 り， 最

大分げ つ 数は太植え区の約75％に とどま り最高分 げつ 期 も約

15日遅れた．こ の よ うに して 面積当 り茎 数は ， 太植え区が細植

え区よ り終始多 く， 施肥時期に よる違 い は認め られ な か っ た．

2 ．乾物 生産

　活着後 LAI は増加 し出穂期直前に 最大 に 達 し，そ の 後減

少 した が （第 5 図 a ）， 全 期間を通 して 太植 え区 の LAI は 大

で あ っ た． また，植 え付 け個体数が 同 じ場合 ， 生育中期以
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Fig ．4 ，　 Changes 　in　the　 number 　 of　 ti鷲ers 　as

　　　 affected 　by　cultural 　conditions ．

　　　 Symbols　are 　the　same 　as 　those　in　Table

　 　 　 1．
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池 ll］・藤山 ・山本 ・津 田
一
冷夏 条件下 で の イ ネの 登 熟

降は追肥区の方が基肥 区 よ り大 き か っ た．NAR は登 熟初期 を除 き生 育に と もな い 減少 した が （第 5図 b），

追肥 区の 方が基肥 区 よ り，また細植え の 方が 太 植え よ り常 に 高 く推移 した．と く に
， 細植 え追肥区で は，

出穂後の NAR は 高く維持 された．移植か ら出穂期 まで細植 え区 の NAR は 高 く推移 したが ，
　LAIが 低 い た め ，

CGR は太植え の 方が 大で あ っ た （第 5 図 c ）． しか し，出穂後に は 逆転 し ， 細植 え 区の 方が 大 と な っ た．

　以 上 の よ うな CGR の 推移に 対応 して 地上部乾物生 産量 は
， 出穂期 ま で は 太植 え の 方 が 細植 え よ り多
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Fig．5．　Charlges　i冂 （a）Ieaf　area 　index，
　　　（b）net 　assimilation 　rate 　and （c）

　　　 crop 　growth　rate 　as 　affected　by
　 　 　 cultural 　condit めns ．

　　　 Symbols　are 　the　same 　as　those
　 　 　 in　Table　1．
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Fig。6．　 Comparison　amounts 　of　 dry

　　　 matter 　 production　preceeding
　　　 （open 　column ） and 　following

　　　 heading　（hatthed　column ）　as

　　　 affected 　by　the　cultural 　 condi −

　　　 tions．　Abbreviations，　see 　Table
　 　 　 1．

か っ た が ， 出穂期以降の それ は細植 え の 方が 勝 る傾向が み

られ た．と くに細植 え追肥 区の 乾物生産量 5449m ．2
は他の

試験区 よ り明 ら か に 多 く， 冷夏条件 に あ っ て も， 細植え追

肥 の 登熟期 に お け る有利性が認 め られ た．

3 ．収量

　玄米収量 は ，太植 え追肥 区の 】849m −2
が最 も低 か っ た が

他 の 3 処理 区間 に は差 が な く平均 で 2789m −2
で あ っ た （第

7 図）．収量構成要素 に つ い て み る と，1M2 当 り穂数 は 太植

え で 多か っ た が
， 施肥法 に よ る差 はみ られず ， 1穂籾数 は

細植 え区 の 方が 多 く， と くに細植 え追肥 区で 多か っ た ．そ

の 結果 ， Im2 当 り籾数 は細植 え追肥 区 で 32，500 と他の 3 区
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Fig．7，　 Grain　yields　 and 　 yield　 compo −

　　　 nents 　as 　affected 　by　the　cul・

　　　 tural　conditions ．　Abbreviations，
　 　 　 see　Table　1．
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　　　 一 1°°　　　　 　　　　 平 均25，500に比 べ 明 らか に 多 くな っ た ．玄米千粒 重 は ， 処理 に よ

　 　 　 5　 ge

　　　　≡ e° 　　　　 る差 は み られ な か っ た． し か し登 熟歩合 は極め て低 く， ま た処理

　 　 　 　 崗　 70

　　　　琶 6° 　　　　区に よ り そ の 程度 に 差が み られ た ．即ち 基肥 区の 方が追肥 区よ り
　 　 　 　 量　 5。

　　　　奮 4° 　　　 高 く， 同
…

施 肥 法で は細植 えの 方が や や高 い 傾 向が み られ た ．そ
　 　 　 　 お　 30

　　　　t2 ° 　　　　 れ ら各区の不登 熟籾を調 査 した 結果 ， 不受精籾の 割合は試験 区間
　 　 　 　 ヒ　 10

　　　　
1
　 ，B 、B ，下 、， 　 　 ｝・ 差 は み ら れ な か っ た が （第 8 図）， 鯖 停止籾 は そ の 1熔 に お い

　 　 　 　 　 　 　 Cult｛tTae 　COnditions
　　　　　　　　　　　　　　　　　て異 な る もの で あ っ た．即 ち比重 1．06以下の 籾の うち，〔〕．84以 上

Fig＆
：1嬲 ll躍

1

認 畠
「

：騨 ・ 鵬 ・合・基肥 区・ 方・ 多 ・… 84以 下・ 籾割合 ・ 齪 欧 さ

　　　 dition．　Abbreviations　of　SB
，
　LB，ら に 太植 え で 多 い 傾向が み られ た ．

　　　ll，飆 Ll
』含

e

瀦 『161謙 嶼 験・ 玄米収量は ・ ずれ の 区 に お ・ て ・出黻 ・ 黼 生齷

　　　 lndicate 　nonfertilized 　grain，　in一を大 き くトまわ っ た （第 6 ， 7 図）． こ の 低収量 の 主 要因で あ る低

　　　1瀦
t

宅，蹴 、禰 麟 ・ 登熟歩合 ・澄 熟期 ・乾物生産 ・規・ll・れ ・ ・の で は な い こ と

　　　84，　respectively ．　　　　　　 が明 ら か とな っ た．つ ま り，冷夏条件は光合成産物 の 穂 へ の転流

な ら び に籾 の 受容漕 性を抑制 し， こ の た め登熟 が 不良 と な っ た もの と推察 され る．そ してそ の 程度 は追

肥 区の 方が大で あっ た ，

　 こ の よ う に ， 細植 え追肥栽培で は低温寡照条件下 に お い て も登 熟期の 乾物生産 量 の 確保 に は支障 を き

たす こ とはな く，問題 は転流能や シ ン ク側の 活性に あ る こ と か ら， こ の 点 に 着目 した 改善が 今後 の 課題

と な る で あ ろ う．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摘　　　　　要

　細植え追肥重点型稲作 の 生産特 1生を明 らか に す る 目的で 本実験 を行 っ たが ， た また ま ， 近年稀にみ る

冷夏に 見舞われ た． こ の細植 え追肥型稲 作 に お け る 登 熟期 の 乾物生 産特性 お よび収量構成要素 ， と りわ

け不 登熟籾 の 成因 に つ い て検討 した結果 は下 記の通 りで ある．

1 ，登熟期の NAR は高 く維持 され ， 乾物生産量 は他 の 試験 区 よ り明 らか に 多か っ た．

2 ． 1穂籾数が増大 しm2 当 り籾数 は 32，500に達 し他区よ り平均 7，0eo多か っ た．し か し ， 登熟歩合 は 太植

え に お い て も低 く， 細植 え で は 47％ に と ど ま っ た．

3 ．不 登熟籾 の うち約 23％ の 不 受精籾 を除 くとそ の 1 ／ 2 は比 重O．84に達 しな い 発育不 良籾で あ っ た ，

4 ．登熟期の 乾物生産量が 多 い に も拘 らず ，
こ れ ら発育不 良籾が 多 くな っ た原因 は，冷夏 に よ り籾の 受

容活性 が低下 した た め と推察 した．
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